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先
頃
、
広
義
の
「
戦
争
文
学
」
で
は
あ
る
が
、
戦
記
も
の
や
軍
記
も
の
ジ
ャ
ン
ル
を
あ
え

て
ず
ら
す
か
た
ち
で
、「
侵
略
」
を
め
ぐ
る
種
々
の
言
説
を
概
括
し
て
〈
侵
略
文
学
〉
と
す

る
、
あ
ら
た
な
枠
組
み
を
提
起
し
た
。「
琉
球
文
学
と
琉
球
を
め
ぐ
る
文
学
」（『
日
本
文
学
』

二
〇
〇
四
年
四
月
）、「〈
侵
略
文
学
〉
の
位
相
―
蒙
古
襲
来
と
託
宣
、
未
来
記
を
中
心
に
、
異

文
化
交
流
の
文
学
史
を
も
と
め
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
四
年
八
月
）、「
薩
琉
軍
記
解

題
―
東
ア
ジ
ア
と
侵
略
文
学
」（
池
宮
正
治
・
小
峯
和
明
編
『
古
琉
球
を
め
ぐ
る
文
学
言
説
と

資
料
学　

東
ア
ジ
ア
か
ら
の
ま
な
ざ
し
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
が
そ
れ
で
、
主
に
薩

琉
軍
記
を
起
点
に
蒙
古
襲
来
な
ど
に
説
き
及
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
（
以
下
、「
前
稿
」
と
略
称
）。

具
体
的
に
は
、
蒙
古
襲
来
の
言
説
、
神
功
皇
后
の
三
韓
侵
攻
神
話
と
八
幡
縁
起
、
聖
徳
太
子
伝

の
新
羅
や
蝦
夷
帰
服
譚
、
朝
鮮
軍
記
、
薩
琉
軍
記
、
蝦
夷
軍
記
等
々
を
含
む
広
域
の
テ
ク
ス
ト

群
が
対
象
と
な
る
。
そ
の
後
、
薩
琉
軍
記
を
中
心
に
検
証
を
進
め
て
い
る
目
黒
将
史
が
こ
れ
に

島
原
天
草
軍
記
を
加
え
る
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た
が
（「〈
薩
琉
軍
記
〉
の
物
語
展
開
と
方
法
―

人
物
描
写
を
中
心
に
」『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
九
八
号
、
二
〇
〇
七
年
、
他
）、
さ
ら
に
は
キ

リ
シ
タ
ン
伝
来
に
と
も
な
う
反
キ
リ
シ
タ
ン
の
物
語
群
も
該
当
す
る
こ
と
に
ご
く
最
近
気
づ
か

さ
れ
た
。
各
テ
ク
ス
ト
の
全
貌
調
査
と
基
礎
的
な
注
解
を
ふ
ま
え
た
詳
細
な
追
究
は
今
後
を
期

す
ほ
か
な
く
、
前
稿
の
繰
り
返
し
部
分
が
多
く
な
る
が
、
ひ
と
ま
ず
お
お
ま
か
な
見
取
り
図
を

提
起
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

従
来
の
軍
記
や
合
戦
も
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
〈
侵
略
文
学
〉
と
銘
打
っ
た
の
は
、
特
に

一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
、
湾
岸
戦
争
か
ら
九
・
一
一
の
テ
ロ
事
件
を
契
機
と

す
る
ア
フ
ガ
ン
、
イ
ラ
ク
侵
攻
な
ど
世
界
的
な
戦
闘
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
現
実
的
な
背
景
が
あ

る
。
軍
記
、
合
戦
も
の
と
い
う
既
存
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
内
に
封
じ
込
め
ず
に
、
あ
え
て
「
侵
略
」

と
い
う
、
一
方
か
ら
の
戦
闘
を
惹
起
す
る
行
為
が
も
た
ら
す
も
の
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
侵
略
を

う
な
が
す
心
性
や
侵
略
さ
れ
る
側
の
内
面
な
ど
も
あ
わ
せ
て
、
侵
略
行
為
を
め
ぐ
る
言
説
や
物

語
の
本
性
を
追
究
し
た
い
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
ら
た
な
概
念
や
枠
組

み
に
よ
っ
て
従
来
の
軍
記
、
合
戦
で
は
充
分
と
ら
え
き
れ
な
か
っ
た
も
の
が
み
え
て
く
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
や
予
見
か
ら
事
は
始
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
方
面
の
研
究
と
し
て
は
、
ご
く
最
近
刊
行
さ
れ
た
金
時
徳
『
異
国
征
伐
戦
記
の
世
界
―

韓
半
島
・
琉
球
列
島
・
蝦
夷
地
』（
二
〇
一
〇
年
）
及
び
翌
年
の
井
上
泰
至
と
の
共
著
『
秀
吉

の
対
外
戦
争
―
変
容
す
る
語
り
と
イ
メ
ー
ジ
』
が
新
し
い
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
（
い
ず
れ

も
笠
間
書
院
）。従
来
の
戦
国
軍
記
や
近
世
実
録
物
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
論
の
次
元
を
越
え
た
、

あ
ら
た
な
路
線
が
拓
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
金
著
書
で
は
一
貫
し
て
「
征
伐
」
な
る
語

彙
が
使
わ
れ
、
加
害
者
側
の
視
点
に
依
拠
す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の
金
著
書
の
朝
鮮
軍
記
や
目

黒
将
史
の
薩
琉
軍
記
の
研
究
な
ど
を
う
け
て
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
に
青
山
学
院
で
異
国
合
戦

＊
立
教
大
学
文
学
部
教
授
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を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
お
お
き
な
反
響
が
あ
っ
た
。
佐
伯
真
一
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
、
金
時
徳
、
目
黒
将
史
、
徳
竹
由
明
、
松
本
真
輔
等
々
の
講
師
陣
で
、
朝
鮮
軍
記
や
薩

琉
軍
記
に
加
え
て
、
義
経
や
朝
比
奈
の
北
方
伝
説
、
聖
徳
太
子
伝
の
蝦
夷
・
新
羅
侵
攻
譚
な
ど

が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
は
笠
間
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。

　

稿
者
の
い
う
〈
侵
略
文
学
〉
に
対
し
て
は
、
金
著
書
に
「
多
面
的
な
戦
争
の
一
面
の
み
を
重

視
す
る
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
」
と
批
判
さ
れ
て
お
り
、
私
に
い
う
〈
侵
略
文
学
〉
論

の
本
意
を
充
分
認
識
し
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、小
稿
で
も
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
〈
侵
略
文
学
〉
の
概
念
の
特
徴
は
、
侵
略
す
る
加
害
者
側
の
み
な
ら
ず
、
侵
略
さ
れ
る
側
の

被
害
者
面
か
ら
も
侵
略
の
言
説
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
双
方
向
の
視
野
を
持
つ
点
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
十
三
世
紀
の
蒙
古
襲
来
を
例
に
す
れ
ば
、
日
本
が
一
方
的
に
侵
略
さ
れ
る
側
に
立
た

さ
れ
、
根
深
い
被
害
者
意
識
を
植
え
付
け
ら
れ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
を
神
風
に
よ
っ
て
撃
退
し

た
と
い
う
反
転
の
言
説
が
永
く
日
本
人
の
ト
ラ
ウ
マ
意
識
を
培
い
、
呪
縛
し
続
け
た
。
こ
の
蒙

古
襲
来
を
契
機
に
よ
り
強
ま
っ
た
の
が
対
外
的
な
守
護
神
へ
の
信
仰
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
が
八

幡
大
菩
薩
で
あ
っ
た
が
、
あ
わ
せ
て
そ
の
八
幡
の
母
た
る
神
功
皇
后
の
朝
鮮
侵
攻
の
神
話
が
甦

生
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
ら
の
い
わ
ば
中
世
神
話
と
も
い
う
べ
き
言
説
は
『
八
幡
縁
起
』

に
集
約
さ
れ
、
託
宣
や
お
び
た
だ
し
い
言
説
を
集
成
し
た
『
八
幡
愚
童
訓
』
も
作
ら
れ
た
。

　

も
と
よ
り
神
功
皇
后
の
神
話
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

仲
哀
か
ら
応
神
・
仁
徳
へ
の
い
わ
ゆ
る
河
内
王
朝
へ
の
王
統
交
替
説
の
つ
な
ぎ
に
神
功
皇
后
が

浮
上
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
。
と
り
わ
け
仲
哀
の
死
を
契
機
に
神
功
皇
后
み
ず
か
ら
が
応

神
を
懐
妊
し
た
ま
ま
新
羅
侵
攻
に
赴
く
さ
ま
は
、
古
代
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
表
面
化
は
し
な

か
っ
た
し
、
も
と
よ
り
百
済
救
援
を
除
い
て
は
朝
鮮
侵
攻
の
実
体
も
な
か
っ
た
（
対
馬
を
は
じ

め
近
隣
の
島
嶼
や
海
域
で
は
緊
張
関
係
は
常
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）。
し
か
し
、
そ
の
実
体

の
な
さ
が
逆
に
ど
の
時
代
に
も
あ
て
は
め
う
る
通
時
代
性
や
融
通
無
碍
な
意
味
を
付
与
さ
せ
る

こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

唐
・
新
羅
の
連
合
軍
に
対
し
て
百
済
の
救
援
に
向
か
っ
て
白
村
江
で
大
敗
を
喫
す
る
と
か
、

女
真
族
の
い
わ
ゆ
る
刀
伊
の
入
寇
と
か
、
対
外
的
な
緊
張
関
係
が
高
ま
る
と
、
神
功
皇
后
神
話

が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
何
と
い
っ
て
も
蒙
古
襲
来
を
契
機
と
す
る
国
際
関
係
の
危

機
意
識
の
高
ま
り
が
お
お
き
か
っ
た
。
八
幡
大
菩
薩
の
喧
伝
と
神
功
皇
后
の
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど

連
動
し
て
い
る
。
八
幡
の
母
な
る
も
の
へ
の
回
帰
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
神
功
皇
后
は
ほ

と
ん
ど
闘
う
女
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
蒙
古
襲
来
以
降
も
、
た
と
え
ば
、「
応
永
の
外
寇
」
に

お
い
て
も
、
蒙
古
・
高
麗
へ
の
恐
怖
が
先
行
し
、
海
上
で
突
如
出
現
し
て
奮
戦
す
る
女
人
が
幻

視
さ
れ
る
。
そ
れ
が
神
功
皇
后
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
（『
看
聞

日
記
』）。
神
功
皇
后
神
話
は
時
代
と
と
も
に
巨
大
化
し
、
そ
の
子
応
神
即
八
幡
即
阿
弥
陀
の
習

合
説
と
と
も
に
浸
透
し
成
長
し
て
い
っ
た
。
神
功
皇
后
神
話
は
蒙
古
襲
来
を
契
機
に
中
世
神
話

へ
お
お
き
く
変
貌
し
た
と
み
る
べ
き
で
、
中
世
に
お
い
て
確
固
た
る
地
位
を
占
め
、
近
代
に
も

持
続
す
る
の
で
あ
る
。

　

蒙
古
襲
来
は
、
日
本
が
一
方
的
な
被
害
者
意
識
を
植
え
付
け
ら
れ
た
事
件
と
し
て
永
く
人
々

の
深
層
に
屈
折
し
た
対
外
意
識
や
異
国
観
念
を
醸
成
し
た
。
こ
の
被
害
者
観
は
と
も
す
る
と
振

り
子
が
逆
に
お
お
き
く
波
動
す
る
よ
う
に
、
加
害
者
観
に
転
ず
る
場
合
が
あ
っ
た
。
蒙
古
襲

来
そ
の
も
の
は
、
た
と
え
ば
『
蒙
古
襲
来
絵
詞
』
な
ど
の
絵
巻
を
も
た
ら
し
た
が
、
一
般
的
に

は
軍
記
系
の
よ
う
な
物
語
言
説
に
は
成
長
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
軍
記
、
戦

記
、
合
戦
も
の
の
観
点
か
ら
は
視
野
に
入
り
に
く
く
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、〈
侵
略
文
学
〉
の
場
合
は
、
ま
さ
に
蒙
古
襲
来
こ
そ
そ
の
範
疇
の
中
核
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
言
説
が
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
蒙
古
襲

来
が
い
わ
ば
、〈
侵
略
文
学
〉
な
る
範
疇
を
呼
び
覚
ま
し
た
と
言
い
変
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

繰
り
返
す
が
、〈
侵
略
文
学
〉
は
侵
略
す
る
側
の
み
な
ら
ず
、
侵
略
さ
れ
る
側
を
も
対
象
に
す

る
か
ら
、
加
害
と
被
害
の
双
方
向
か
ら
の
視
界
が
も
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
蒙
古

襲
来
は
、
被
害
者
観
か
ら
加
害
者
観
に
容
易
に
転
化
す
る
点
で
も
そ
の
意
義
は
重
い
。

　

八
幡
縁
起
や
神
功
皇
后
の
中
世
神
話
を
浮
上
さ
せ
、
活
性
化
さ
せ
た
の
も
蒙
古
襲
来
の
な
せ

る
わ
ざ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
軍
記
や
合
戦
も
の
な
ど
従
来
の
ジ
ャ
ン

ル
観
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
。
あ
ら
た
な
〈
侵
略
文
学
〉
の
概
念
が
も
と
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で

あ
る
。

　

私
論
で
は
、
こ
う
し
た
〈
侵
略
文
学
〉
論
を
さ
ら
に
「
異
文
化
交
流
の
文
学
史
」
論
の
枠
組
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み
で
と
ら
え
か
え
そ
う
と
し
て
お
り
、
必
然
的
に
国
際
関
係
史
や
対
外
交
流
史
と
の
連
関
が
基

軸
と
な
り
、
東
ア
ジ
ア
の
文
学
史
論
へ
の
展
望
が
課
題
と
も
な
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ

と
、
日
本
を
取
り
巻
く
東
ア
ジ
ア
世
界
に
か
か
わ
る
も
の
に
ひ
と
ま
ず
対
象
が
し
ぼ
ら
れ
て
く

る
。
蝦
夷
、
琉
球
、
朝
鮮
、
中
国
等
々
が
主
対
象
と
な
る
が
、
た
と
え
ば
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
も
、

モ
ン
ゴ
ル
の
侵
略
を
受
け
て
果
敢
に
こ
れ
を
撃
退
し
て
お
り
、
明
清
時
代
に
お
い
て
も
常
に
侵

略
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
朝
鮮
も
ま
た
三
国
時
代
か
ら
唐
な
ど
の
侵
攻
を
受
け
て
い
た

し
、
高
麗
時
代
に
は
モ
ン
ゴ
ル
に
制
圧
さ
れ
、
朝
鮮
王
朝
時
代
も
ま
た
明
清
と
の
緊
張
関
係
が

絶
え
な
か
っ
た
。
日
本
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
被
害
者
観
が
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
が
こ
れ
ら
の

事
例
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
り
、
常
に
東
ア
ジ
ア
の
視
野
か
ら
の
展
望
が
も
と
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
近
年
、
提
唱
さ
れ
る
漢
字
漢
文
文
化
圏
の
か
か
わ
り
も
あ
り
、
で
き
れ
ば
今
後
さ
ら
に
ベ

ト
ナ
ム
ま
で
視
野
に
入
れ
て
い
け
れ
ば
と
思
う
。

　

以
上
、〈
侵
略
文
学
〉
の
範
疇
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
現
段
階
で
の
見
通
し
を
提
示
し
て

み
た
。
今
ま
で
繁
簡
あ
わ
せ
て
主
に
論
じ
た
も
の
は
、
蒙
古
襲
来
を
め
ぐ
る
諸
言
説
、
神
功
皇

后
神
話
、
薩
琉
軍
記
、
蝦
夷
軍
記
な
ど
で
あ
る
。
前
稿
と
種
々
重
複
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後

の
研
究
の
進
展
な
ど
も
あ
わ
せ
て
、こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
概
要
を
ま
と
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

〈
侵
略
文
学
〉
の
様
相

　

蒙
古
襲
来
に
関
し
て
は
す
で
に
前
稿
で
神
仏
の
託
宣
記
、
日
蓮
の
未
来
記
な
ど
に
も
ふ
れ

た
。
こ
こ
で
は
後
に
知
り
得
た
あ
ら
た
な
資
料
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
中
世
の
法
会

唱
導
集
の
『
金
玉
要
集
』
八
に
「
異
国
蒙
古
人
滅
給
事
」
の
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
も
八
幡
縁
起

に
ま
つ
わ
る
内
容
で
、
弘
安
四
年
に
禅
林
寺
法
王
が
八
幡
宮
に
参
拝
、
西
大
寺
の
思
縁
房
に
異

国
調
伏
の
た
め
、
二
百
五
十
の
僧
に
百
日
間
の
尊
勝
陀
羅
尼
法
を
修
さ
せ
る
。
新
院
の
夢
に
童

子
が
現
れ
、
神
功
皇
后
ゆ
か
り
の
満
珠
干
珠
を
差
し
出
す
。
結
願
の
時
、
声
を
ひ
と
つ
に
唱
え

る
と
、
雷
電
振
動
し
、
八
幡
神
が
顕
現
、
西
を
め
ざ
し
て
去
る
、
は
た
し
て
博
多
ま
で
襲
来
し

た
蒙
古
勢
を
撃
退
し
た
、
と
い
う
。

　

ま
た
、『
棚
橋
蓮
華
寺
縁
起
』
に
い
う
、

蒙
古
、
日
本
ニ
責
来
リ
、
中
国
ニ
通
リ
播
磨
ノ
国
、
須
磨
明
石
ノ
浦
マ
デ
責
ケ
ル
。
仍
テ

王
城
近
ク
競
ヒ
来
ル
間
、
天
下
大
ニ
操
動
セ
リ
。

　

蒙
古
の
侵
略
が
九
州
ど
こ
ろ
か
中
国
地
方
の
播
磨
の
須
磨
明
石
浦
ま
で
及
び
、
京
に
も
近
い

と
大
騒
動
に
な
っ
た
と
い
う
（
鈴
木
義
一
「
仙
宮
院
秘
文
の
研
究
」）。
お
そ
ら
く
当
時
の
風
聞

な
ど
が
背
景
に
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
の
危
機
意
識
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
あ

る
い
は
、『
花
園
天
皇
宸
記
』
正
和
三
年
（
一
三
一
三
）
閏
三
月
十
九
日
条
に
、

如
円
上
人
語
、（
略
）
住
吉
社
第
三
宝
殿
扉
開
鎖
切
、
誠
不
思
議
也
。
是
為
異
国
降
伏
也
。

先
々
蒙
古
襲
来
之
時
、
件
社
有
此
瑞
云
々
。

と
あ
り
、
住
吉
社
の
蒙
古
襲
来
時
の
奇
瑞
が
後
年
に
追
認
さ
れ
る
。
蒙
古
襲
来
が
記
憶
さ
れ
続

け
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

さ
ら
に
蒙
古
襲
来
に
お
け
る
一
次
的
な
資
料
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
も
永
く
呪
縛
さ
れ
た

様
相
を
も
あ
わ
せ
て
拾
っ
て
い
く
と
限
り
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
も
前
稿
で
ふ
れ
た
幸
若

舞
曲
の
『
百
合
若
大
臣
』
も
朝
鮮
侵
略
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
神
戦
さ
か
ら
神
人
連
合
の
戦

い
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、『
伴
天
連
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
近
世
の
反
キ
リ

シ
タ
ン
文
学
の
物
語
群
に
ま
で
蒙
古
襲
来
言
説
は
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
神
功
皇
后
三
韓
侵
攻
と
八
幡
縁
起
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
対
馬
歴
史
民
俗
資
料

館
蔵
『
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
』
が
あ
り
、
神
功
皇
后
の
侵
攻
の
往
復
に
対
馬
に
寄
る
さ
ま

が
記
さ
れ
る
。
対
馬
か
ら
と
ら
え
た
視
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

書
誌
は
、
写
本
一
冊
、
袋
綴
。
外
題
「
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
」、
題
簽
・
金
泥
地
。
端

作
り
題
「
神
功
皇
后
新
羅
征
伐
対
古
伝
」。
表
紙
・
絹
、
茶
。
縦
二
七
・
一
、
横
一
九
・
〇
㎝
。

二
十
七
丁
。
一
面
九
行
。
近
世
中
期
の
書
写
か
。
内
容
は
仲
哀
八
年
、
ク
マ
ソ
の
反
逆
を
征
討

し
よ
う
と
し
た
帝
が
塵
輪
の
放
つ
毒
矢
に
当
た
っ
て
亡
く
な
り
、
妊
娠
中
の
神
后
が
代
わ
り
に

新
羅
に
侵
攻
し
、
凱
旋
す
る
と
い
う
も
の
。
冒
頭
で
ク
マ
ソ
は
小
国
だ
か
ら
む
し
ろ
宝
国
を
追

討
す
べ
き
と
さ
れ
る
。宝
国
と
は
神
宝
玉
が
出
る
国
で
、も
と
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
支
配
し
て
お
り
、

日
本
の
海
辺
を
侵
犯
し
対
馬
を
属
国
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
が
新
羅
に

す
り
か
わ
っ
た
か
た
ち
で
、
新
羅
に
侵
攻
す
る
展
開
と
な
る
。
こ
れ
も
中
世
神
話
の
一
環
と
し

て
あ
る
言
説
と
み
な
せ
よ
う
。
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神
后
は
六
月
に
下
県
の
豆
酸
に
到
着
、
多
久
頭
神
社
、
奈
伊
良
神
社
な
ど
に
寄
り
、
七
月
に

与
良
村
に
着
き
、
船
浮
神
事
を
行
い
、
腹
白
石
を
冷
や
す
。
鴨
居
瀬
浦
、
大
千
尋
藻
浦
、
佐
賀

浦
、
鷲
見
浦
、「
海
宮
之
通
路
」
と
さ
れ
る
琴
浦
等
々
を
め
ぐ
り
、
西
泊
浦
、
鰐
浦
な
ど
を
経

て
神
風
や
潮
満
玉
、
汐
涸
玉
に
よ
り
、
新
羅
を
制
圧
、
例
の
「
日
本
之
犬
」
を
石
に
刻
み
、
木

坂
山
に
帰
還
、
八
流
幡
が
な
び
き
、
清
水
山
の
八
幡
新
宮
な
ど
に
よ
り
、
十
二
月
に
筑
紫
に
凱

旋
し
た
と
い
う
。
以
上
の
概
要
が
「
木
坂
山
八
幡
本
宮
鎮
座
伝
」
で
、
そ
の
後
に
「
清
水
山
八

幡
新
宮
御
鎮
座
伝
」
が
語
ら
れ
、
放
生
会
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
和
多
都
美
神

奉
称
八
幡
之
義
」
に
ふ
れ
て
閉
じ
ら
れ
る
。

　

本
書
は
い
わ
ば
、
神
功
皇
后
の
新
羅
侵
攻
前
の
対
馬
巡
幸
記
の
よ
う
な
体
裁
に
な
っ
て
い

る
。
対
馬
の
南
部
か
ら
北
部
へ
北
上
し
、
朝
鮮
半
島
に
向
か
い
、
再
び
凱
旋
す
る
さ
ま
が
浦
々

や
神
社
名
の
列
挙
に
よ
っ
て
そ
の
行
程
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
構
図
で
あ
る
。
神
功
皇
后
侵

攻
の
対
馬
ご
当
地
版
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
こ
で
は
ふ
れ
る
余
裕
が
な
い
が
、『
八
幡
縁
起
』
は
絵
巻
に
も
な
っ
て
い
る
作
例
が

少
な
く
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
か
ら
も
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
（
メ
ラ
ニ
ー
・
ト
レ
ー

デ
の
精
力
的
な
研
究
が
あ
る
）。

　

次
に
朝
鮮
軍
記
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
は
じ
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
金
時

徳
の
ま
と
ま
っ
た
成
果
が
あ
り
、
異
国
合
戦
の
物
語
へ
の
眼
が
開
か
れ
て
き
た
と
い
え
る
が
、

目
黒
将
史
に
よ
る
金
時
徳
著
書
の
書
評
（『
説
話
文
学
研
究
』
47
号
）
に
あ
る
よ
う
に
、
朝
鮮

軍
記
も
の
の
総
体
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
多
く
は
今
後
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
朝

鮮
軍
記
の
場
合
は
後
述
の
薩
琉
軍
記
と
対
照
的
に
版
本
で
ひ
ろ
ま
り
、
ま
た
、
被
害
者
の
朝
鮮

側
か
ら
も
多
く
の
言
説
、
テ
ク
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
。
す
で
に
韓
国
で
は
膨
大
な
『
壬
辰
倭

乱
資
料
集
成
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
総
合
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
こ
と
に
『
懲
瑟
録
』
が
刊
行
さ
れ
て
、
そ
れ
が
日
本
に
も
伝
わ
り
、
和
刻
本
が
出
版

さ
れ
る
に
及
ん
で
朝
鮮
側
を
も
視
野
に
入
れ
た
言
説
が
出
る
よ
う
に
な
る
。
侵
略
し
た
側
と
さ

れ
る
側
の
双
方
か
ら
の
言
説
や
テ
ク
ス
ト
を
総
合
的
に
検
証
し
う
る
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

書
名
で
い
え
ば
、『
朝
鮮
軍
記
大
全
』『
朝
鮮
軍
記
』
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
の
系
統
論
も

緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
全
貌
は
つ
か
め
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
お
、
先

述
の
金
時
徳
論
以
外
に
、
崔
官
「
戦
争
・
記
憶
・
想
像
力
―
以
文
禄
之
役
（
壬
辰
倭
乱
）
為
中

心
」（『
日
本
文
学
研
究
・
多
元
視
点
与
理
論
深
化
』
日
本
文
学
研
究
延
辺
大
学
十
二
届
年
会
論

文
集
、
青
島
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

　

ま
た
、
あ
わ
せ
て
版
本
の
挿
絵
も
イ
メ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト
の
相
関
や
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
を

問
う
上
で
欠
か
せ
な
い
対
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
例
に
加
藤
清
正
が
オ
ラ
ン
カ
イ
で

東
海
域
を
は
さ
ん
で
遠
く
は
る
か
に
富
士
を
遠
望
す
る
図
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
富
士
が

見
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
陸
側
か
ら
日
本
を
遠
望
す
る
こ
と
で
、
逆
に
日
本
か
ら
大
陸
の
領

土
を
認
識
さ
せ
る
植
民
地
へ
の
野
心
や
欲
望
を
か
き
た
て
る
効
果
を
担
っ
た
と
い
え
る
。
版
本

の
挿
絵
に
限
ら
ず
錦
絵
な
ど
も
該
当
す
る
だ
ろ
う
（
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
「
環
日
本
海
の
富
岳
遠

望
」『
日
本
海
学
の
新
世
紀
２
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
））。

　

前
稿
で
特
に
と
り
あ
げ
た
薩
琉
軍
記
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
、
目
黒
将
史
が
精
力
的
に
追
究

し
て
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
た
。こ
れ
に
よ
る
と
、薩
琉
軍
記
は
主
に
写
本
で
流
布
し
て
お
り
、

す
で
に
百
数
十
点
も
の
写
本
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
版
本
の
刊
行
は
わ
ず
か
一
点
の
み
で

あ
っ
た（『
絵
本
琉
球
軍
記
』）。刊
本
は
挿
絵
付
き
で
、朝
鮮
軍
記
の
そ
れ
と
も
共
通
性
が
あ
る
。

目
黒
論
で
は
こ
の
写
本
群
を
数
系
統
に
分
類
し
、
始
発
は
比
較
的
簡
略
だ
っ
た
も
の
が
次
第
に

内
容
が
増
幅
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
過
程
を
跡
づ
け
、
十
巻
本
の
『
島
津
琉
球
軍
精
記
』
を
は

じ
め
、
そ
れ
ら
と
は
ま
た
別
系
統
で
ま
と
め
ら
れ
た
『
琉
球
属
和
録
』
や
『
薩
州
内
乱
記
』
な

ど
大
部
な
も
の
に
至
る
様
相
が
解
明
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
貸
本
屋
で
の
流
通
を

媒
介
に
し
て
お
り
、
書
写
の
過
程
で
多
様
に
変
成
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
海

禁
時
代
（
い
わ
ゆ
る
鎖
国
）
に
あ
っ
て
琉
球
は
異
国
で
あ
り
、対
外
戦
争
の
意
味
合
い
を
持
ち
、

地
名
も
人
物
も
合
戦
も
架
空
の
も
の
で
、
ま
さ
に
幻
想
の
侵
略
も
の
が
創
造
さ
れ
、
読
み
つ
が

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
九
年
に
、
立
教
大
学
史
学
会
で
薩
摩
の
琉
球
侵
略
か
ら
四
百
年
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
歴
史
学
と
文
学
研
究
と
が
あ
い
ま
っ
て
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
従

来
は
歴
史
研
究
と
し
て
の
み
問
題
視
さ
れ
て
い
た
も
の
に
、
薩
琉
軍
記
を
主
と
す
る
文
学
も
加

わ
っ
た
と
こ
ろ
に
お
お
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
成
果
は
立
教
大
学
史
学
会
『
史

苑
』
一
八
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
薩
琉
軍
記
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
（
早
大
本
『
島
津
勲
功
琉
球
軍
記
』）
の
末
尾
に
、
神
功

皇
后
の
三
韓
侵
攻
を
は
じ
め
、
蒙
古
襲
来
、
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
が
ま
と
め
て
記
述
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
〈
侵
略
文
学
〉
論
自
体
の
着
想
の
契
機
と
も
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
の
一

文
は
一
連
の
対
外
戦
争
を
個
々
に
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、前
近
代
の
東
ア
ジ
ア〈
侵
略
文
学
〉

と
し
て
包
括
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

つ
い
で
北
方
の
蝦
夷
軍
記
に
関
し
て
は
、
ま
だ
研
究
が
充
分
つ
み
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

近
年
、
北
方
史
資
料
集
成
が
出
て
、
蝦
夷
軍
記
の
代
表
的
な
伝
本
が
紹
介
さ
れ
、
見
通
し
が
き

く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
乱
を
描
い
た
も
の
が
多

い
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
、
蒙
古
の
影
が
み
え
る
し
、
あ
る
い
は
お
伽
草
子
の
『
御
曹
司
島
渡

り
』
が
引
か
れ
た
り
す
る
。
蝦
夷
が
逆
襲
に
出
て
本
州
の
半
分
を
制
圧
さ
れ
る
展
開
な
ど
も
み

ら
れ
、
侵
略
・
被
侵
略
の
反
転
現
象
が
こ
こ
に
も
出
て
く
る
。

　

こ
の
蝦
夷
に
関
し
て
は
、
聖
徳
太
子
伝
も
関
連
し
、
新
羅
、
蝦
夷
と
い
う
域
外
と
の
関
係
性

が
問
わ
れ
て
い
た
。
慰
撫
や
帰
服
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、前
田
雅
之
「「
鬼
神
」

と
「
心
正
直
」―
中
世
太
子
伝
の
蝦
夷
形
象
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
学
』
二
〇
〇
五
年
三
・
四
月

号
、
五
・
六
月
号
）
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
と
ア
テ
ル
イ
、
前
九
年
、
後
三
年

の
乱
な
ど
も
か
か
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
北
を
め
ざ
す
義
経
や
朝
比
奈
義
秀
な
ど
の
武

人
譚
も
あ
る
。
南
の
為
朝
に
対
す
る
北
の
義
経
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
金
時
徳
論
に
も
み
る
よ

う
に
、
蝦
夷
と
琉
球
と
い
う
日
本
の
植
民
地
化
の
問
題
に
も
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
で
、
島
原
天
草
軍
記
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
朝
鮮
軍
記
、
薩
琉
軍

記
、
島
原
天
草
軍
記
の
三
つ
が
近
世
軍
記
の
柱
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
ら
に
せ
り
出
す
こ

と
で
、
従
来
の
『
平
家
物
語
』『
太
平
記
』
中
心
の
軍
記
史
観
を
相
対
化
し
、
根
本
的
な
枠
組

み
を
更
新
す
る
契
機
を
担
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
島
原
天
草
軍
記
は
乱
そ

の
も
の
は
侵
略
と
は
い
い
が
た
い
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
が
背
後
に
か
か
わ
る
一
揆
で
あ
り
、

対
外
関
係
や
国
際
関
係
か
ら
み
て
も
、
無
視
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
何
よ
り
そ
の
伝
本
の
多

さ
、
多
様
さ
に
お
い
て
群
を
抜
い
て
お
り
、
全
貌
を
つ
か
む
の
は
容
易
で
は
な
い
。
す
で
に
実

録
も
の
か
ら
の
研
究
は
み
ら
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
島
原
天
草

を
拠
点
に
起
き
た
一
揆
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
キ
リ
シ
タ
ン
の
西
洋
に

よ
る
日
本
征
服
の
幻
想
を
植
え
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
島
原
天
草
軍
記
の
帰
着
す
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
反
キ
リ
シ
タ
ン
も
の
の
物
語
群
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

反
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の
世
界
征
服
幻
想

　

近
時
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
論
の
一
環
と
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学

の
表
現
の
も
つ
戦
闘
性
に
対
し
て
、
当
然
な
が
ら
キ
リ
シ
タ
ン
反
撃
の
言
説
や
著
述
も
ま
た
た

く
さ
ん
生
み
出
さ
れ
た
。
従
来
、排
耶
書
と
呼
ば
れ
、近
年
は
反
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
と
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
島
原
天
草
の
乱
と
そ
の
後
の
海
禁
政
策
に
よ
っ
て
、
バ
テ
レ
ン
幻
想
が
肥
大
化
し
、

キ
リ
シ
タ
ン
は
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
胚
胎
す
る
の
が
キ
リ
シ

タ
ン
に
よ
る
日
本
征
服
幻
想
で
あ
る
。
現
実
的
な
戦
う
キ
リ
シ
タ
ン
の
存
在
が
形
作
ら
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
お
の
ず
と
後
世
か
ら
み
る
十
六
世
紀
と
い
う
、
対
象
化
さ
れ
る
時

代
の
課
題
に
つ
ら
な
る
。
以
下
、
す
で
に
述
べ
た
拙
稿
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
と
反
キ
リ
シ
タ
ン

文
学
再
読
―
闘
う
文
体
」（『
文
学
』
二
〇
一
二
年
九
、一
〇
月
号
）
と
ほ
と
ん
ど
重
複
す
る
が
、

ま
だ
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
分
野
で
あ
る
た
め
代
表
例
を
列
挙
し
、個
別
に
み
て
い
こ
う
。

①『
伴
天
連
記
』（『
吉
利
斯
督
実
記
』）
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
以
後
、
島
原
天
草
乱
以
前

②『
吉
利
支
丹
物
語
』
寛
永
十
六
年
版
（
一
六
三
九
）

③
鈴
木
正
三
『
破
吉
利
支
丹
』
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

④
浅
井
了
意
『
鬼
利
志
端
破
却
論
伝
』
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
以
前
刊

⑤『
吉
利
支
丹
宗
門
来
朝
実
記
』
享
保
頃
か

⑥『
南
蛮
寺
興
廃
記
』　

⑦
多
福
寺
蔵
「
排
耶
史
料
」　

宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
以
前

　

①
は
飯
島
幡
司
蔵
写
本
、
茨
城
県
歴
史
資
料
館
蔵
写
本
が
存
、『
続
々
群
書
類
従
』
巻

一
二
、
比
屋
根
安
定
『
吉
利
支
丹
物
語
他
三
種
』（
吉
利
支
丹
文
庫
第
一
輯
・
警
醒
社
、

一
九
二
六
年
）、新
村
出
『
海
表
叢
書
』
巻
一
（
更
生
閣
書
店
、一
九
二
七
年
）
に
翻
刻
さ
れ
る
。
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ま
た
、
こ
れ
と
は
外
題
が
異
な
る
が
同
内
容
に
『
吉
利
斯
督
実
記
』
写
本
（
国
会
、
内
閣
、
東

大
他
）
が
あ
る
。
内
容
は
複
数
の
物
語
か
ら
な
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
と
も
い
う
べ
き
七
つ
の

サ
カ
ラ
メ
ン
ト
に
続
き
、
リ
シ
ヤ
姫
と
伴
天
連
ロ
マ
ン
が
愛
し
あ
い
、
王
の
横
恋
慕
で
両
眼
が

抜
か
れ
る
が
デ
ウ
ス
の
は
か
ら
い
で
も
と
に
戻
る
物
語
、「
こ
れ
は
日
本
に
て
、
タ
ウ
イ
ン
ビ

セ
ン
テ
の
作
り
な
し
也
」
と
あ
る
。
洞
院
ビ
セ
ン
テ
は
養
方
パ
ウ
ロ
の
子
で
、
と
も
に
ロ
ー
マ

字
本
の
聖
者
伝
集
成
『
サ
ン
ト
ス
の
御
作
業
』
を
翻
訳
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
つ
い
で
、
伴

天
連
ヘ
ル
ナ
ン
ド
と
乳
母
サ
ビ
イ
ナ
が
王
の
病
気
平
癒
の
恩
賞
で
キ
リ
シ
タ
ン
布
教
を
許
さ
れ

る
。「
良
摩
に
て
の
比
丘
尼
の
始
ま
り
」
と
い
う
（『
海
表
叢
書
』）。

　

そ
し
て
、
シ
ャ
ム
ロ
ウ
に
渡
海
し
、
布
教
、
迫
害
を
受
け
る
物
語
で
、
ま
ず
モ
ン
テ
フ
ラ
タ

に
渡
海
、
北
方
に
金
輪
際
か
ら
生
い
出
で
た
「
白
銀
の
島
」
が
あ
り
、「
高
麗
山
」
と
も
い
わ

れ
る
「
黒
鐵
の
鞭
に
て
世
を
治
む
る
国
」
だ
と
し
、
貿
易
船
を
装
う
。
苦
労
し
て
「
日
本
秋
津

島
の
う
ち
薩
摩
」
に
到
着
、「
モ
ン
テ
フ
ラ
タ
と
も
云
ひ
つ
べ
し
」。
良
魔
（
ロ
ー
マ
）
に
戻
っ

て
軍
備
再
編
、
モ
ン
テ
フ
ラ
タ
に
攻
め
寄
せ
合
戦
し
、
そ
の
島
は
日
本
と
知
る
。「
船
よ
り
放

す
鉄
砲
石
火
矢
の
音
は
、
た
だ
虚
空
を
響
か
し
て
夥
し
。
モ
ン
テ
フ
ラ
タ
の
者
ど
も
は
、
た
だ

弓
鑓
長
刀
な
ど
の
物
ば
か
り
な
り
」。
そ
し
て「
天
狗
風
」な
る
嵐
に
遭
遇
、船
団
は
壊
滅
す
る
。

東
を
見
れ
ば
、
傘
を
百
も
並
べ
た
る
程
の
光
り
も
の
二
つ
三
つ
す
る
か
と
見
れ
ば
、
時
も

移
さ
ず
不
思
議
の
悪
風
こ
そ
吹
き
た
れ
。
東
風
南
風
一
度
に
お
ろ
し
合
ひ
、
木
を
折
り
て

吹
く
か
と
す
れ
ば
、
十
方
の
辻
お
ろ
し
一
度
に
来
つ
て
揉
み
合
ひ
、
十
六
万
の
船
ど
も
同

志
打
し
て
堪
へ
難
し
。

　

ま
さ
に
神
風
で
撃
退
さ
れ
る
十
三
世
紀
の
蒙
古
襲
来
の
結
末
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ト
ラ

ウ
マ
の
再
演
の
ご
と
き
描
写
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
船
一
艘
が
助
か
っ
て
逃
げ
帰
る
。
十
六
年

後
、
大
将
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
百
十
六
万
騎
、
四
四
艘
の
「
良
摩
の
御
旗
本
の
船
」
を
率
い
て
、

人
質
の
ジ
ャ
ホ
ン
人
の
寿
庵
を
案
内
人
と
し
て
攻
め
る
が
再
び
嵐
に
遭
遇
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は

島
に
上
陸
し
て
中
国
へ
の
便
船
で
渡
唐
、
エ
ツ
に
三
年
い
て
、
ラ
ウ
マ
に
帰
還
。
そ
の
後
、
二

度
派
遣
す
る
も
戻
ら
ず
、一
五
六
〇
年
、伴
天
連
ガ
ウ
ヅ
メ
、カ
ヒ
タ
ン
ド
ク
ロ
イ
ゴ
を
派
遣
、

薩
摩
坊
之
津
に
到
着
。
隻
眼
の
了
西
ロ
レ
ン
ソ
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
帰
依
し
、
良
魔
に
帰
還
後
、

再
び
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ガ
ス
ハ
ル
、
ロ
レ
ン
ソ
た
ち
が
日
本
の
豊
後
へ
。
日
本
へ
の
中
継
に
大

唐
の
天
川
を
拠
点
と
し
、
四
年
後
に
ま
た
日
本
に
派
遣
し
、
松
浦
平
戸
着
。「
こ
れ
、
我
が
朝

の
吉
利
支
丹
始
ま
り
の
根
本
な
り
」
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
平
戸
事
件
、
伊
藤
甚
三
郎
と
シ
ニ
ヨ
ロ
の
刃
傷
沙
汰
が
あ
り
、
翌
年
は
横
瀬
浦
、

大
村
殿
が
帰
依
、
長
崎
を
拠
点
と
し
、
次
第
に
繁
昌
す
る
。
慶
長
九
年
二
月
中
旬
、
博
多
も

繁
昌
、
黒
田
甲
斐
殿
や
平
戸
出
身
の
里
庵
が
足
の
悪
瘡
治
療
を
機
縁
に
帰
依
。
慶
長
十
一
年

（
一
六
〇
六
）
三
月
二
十
一
日
、
長
崎
に
伴
天
連
ら
集
合
、
評
定
す
る
。
肥
後
に
は
中
浦
寿
里

庵
が
い
て
、
長
崎
が
良
魔
に
相
当
、
浦
上
を
公
領
か
ら
切
り
離
し
領
有
を
画
策
す
る
。
大
村
に

千
々
石
清
左
衛
門
が
お
り
、

か
の
人
は
、む
か
し
伴
天
連
に
付
き
良
魔
に
渡
り
、十
ケ
年
学
文
し
て
の
ち
日
本
に
帰
り
、

エ
キ
レ
ン
シ
ヤ
の
ユ
ル
マ
ン
し
て
居
た
り
し
を
、
伴
天
連
を
少
し
怨
む
る
仔
細
あ
り
て
寺

を
出
づ
る
。
大
村
殿
に
奉
公
す
。
吉
利
支
丹
の
昔
よ
り
国
を
取
る
事
を
よ
く
知
り
た
る
故

に
、
ゼ
ス
キ
リ
シ
ト
の
謀
事
、
サ
ン
チ
ヤ
ア
ゴ
の
戦
、
日
本
に
度
々
諸
勢
を
向
け
た
る
道

理
な
ど
、
い
と
細
か
に
語
り
け
れ
ば
、

つ
い
に
伴
天
連
は
追
放
さ
れ
、

そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
、
吉
利
支
丹
の
邪
道
の
談
合
は
、
唯
い
た
づ
ら
に
成
り
果
て
、
次
第

次
第
に
世
も
狭
く
な
り
果
て
ぬ
る
な
り
。

　

実
際
に
起
き
た
出
来
事
や
実
在
の
人
物
も
た
ど
り
つ
つ
（
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
千
々
石
ミ
ゲ

ル
な
ど
、
特
に
有
名
な
少
年
使
節
の
名
も
み
え
る
）、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
ま
ぜ
あ
わ
せ
て
作

ら
れ
た
、
ま
さ
に
キ
リ
シ
タ
ン
渡
来
の
歴
史
叙
述
で
あ
る
。
一
六
〇
六
年
の
長
崎
会
議
を
ふ
ま

え
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
島
原
天
草
の
乱
よ
り
は
前
の
成
立
と
さ
れ
る
。
日
本
征
服
幻
想
が
す

で
に
見
ら
れ
る
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
を
も
内
包
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

つ
い
で
②
の
『
吉
利
支
丹
物
語
』
は
島
原
天
草
の
乱
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
寛
永
版
が
多

数
残
り
、
そ
の
再
版
で
あ
る
寛
文
五
年
版
『
吉
利
支
丹
退
治
物
語
』
で
は
絵
入
り
本
と
な
っ
て

い
る
。
寛
文
版
は
稀
書
複
製
会
本
が
あ
り
、『
続
々
群
書
類
従
』、『
海
表
叢
書
』
巻
二
、『
吉
利

支
丹
文
庫
』
第
一
輯
、『
思
想
闘
争
史
料
』
第
十
巻
な
ど
が
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
さ
ざ
え
の
殻
に
鼻
を
見
立
て
る
な
ど
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
風
貌
を
描
い
た
り
、
天

狗
に
な
ぞ
ら
え
る
描
写
が
あ
り
、
異
人
へ
の
差
別
偏
見
が
増
幅
し
て
い
る
。
ま
た
、
キ
リ
シ
タ
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ン
の
儀
礼
や
所
作
に
も
関
心
が
払
わ
れ
、
伯
翁
居
士
と
伴
天
連
の
宗
論
も
語
ら
れ
る
。
や
が
て

島
原
天
草
一
揆
に
な
り
、
叙
述
が
進
む
が
、
末
尾
に
「
異
国
の
夷
き
た
り
、
魔
法
を
弘
め
、
仏

神
を
な
い
が
し
ろ
に
破
り
棄
て
、
日
本
を
魔
界
と
為
さ
ん
事
、
嘆
か
し
い
か
な
、
口
惜
し
い
か

な
」
と
い
う
文
言
も
み
え
る
（
寛
文
版
な
し
）。

　

④
の
浅
井
了
意
『
鬼
利
志
端
破
却
論
伝
』
も
よ
く
知
ら
れ
る
が
、島
原
天
草
の
乱
が
中
心
で
、

下
巻
は
③
鈴
木
正
三
『
破
吉
利
支
丹
』
の
注
釈
で
あ
る
（『
仮
名
草
子
集
成
』
所
収
）。
古
浄
瑠

璃
『
天
草
物
語
』（『
天
草
四
郎
』）
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　

何
と
い
っ
て
も
こ
の
系
統
で
最
も
増
幅
さ
れ
て
流
布
し
た
の
が
⑤
『
切
丹
宗
門
来
朝
実
記
』

で
あ
る
。
写
本
で
ひ
ろ
ま
り
、
二
百
点
近
く
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
外
題
が
不
統
一
で
あ
る

た
め
、
実
数
が
つ
か
み
に
く
く
、
全
貌
を
と
ら
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
架
蔵
本
に
限
っ
て

も
八
点
あ
り
、
奥
書
の
あ
る
も
の
に
『
切
支
丹
興
廃
録
』
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）、『
切
支
丹

実
記
』
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）、『
切
支
丹
由
来
実
記
』
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）、
同
・
明

治
十
九
年
（
一
八
八
六
）、『
切
支
丹
来
朝
実
記
』
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）、『
吉
利
支
丹
宗
門

来
朝
実
記
』安
政
六
年（
一
八
五
九
）、
ほ
か
に『
切
支
丹
宗
門
実
記
』、『
幾
里
志
太
無
来
朝
記
』

な
ど
が
あ
る
。
翻
刻
は
『
吉
利
支
丹
文
庫
』
第
一
輯
。
今
、
架
蔵
の
明
和
八
年
本
に
よ
る
。

　

概
要
は
、南
蛮
国
の
合
尾
甚
大
王
が
日
本
征
服
を
志
し
、右
将
軍
天
力
と
左
将
軍
呉
輝
大
臣
、

武
闘
派
と
知
略
派
が
対
立
す
る
。

南
蛮
国
と
云
は
、
西
は
天
竺
と
那
陀
国
、
南
は
鳥
馬
国
、
北
は
蜀
国
に
続
き
、
東
は
漫
々

た
る
蒼
海
也
。
国
の
広
さ
十
万
里
也
。
其
国
十
二
国
あ
り
。
日
本
よ
り
西
南
に
当
て
、
海

上
凡
三
万
七
千
余
里
也
。

と
い
う
位
置
関
係
に
あ
り
、
南
蛮
四
十
二
ケ
国
が
日
本
を
度
々
攻
め
た
け
れ
ど
、
一
度
も
勝
て

ず
、
北
狄
の
泉
皇
帝
が
攻
め
て
も
神
国
で
神
明
の
守
護
強
く
、
勝
て
な
か
っ
た
と
い
う
。
三
千

里
西
に
天
倫
峯
と
い
う
所
に
宇
留
岸
破
天
連
、
富
羅
天
破
天
連
な
ど
外
道
術
を
使
う
切
支
丹
が

い
て
、
呉
輝
大
臣
の
脅
し
が
成
功
し
、
宇
留
岸
が
日
本
へ
赴
く
。
王
が
い
う
に
、

術
法
を
弘
め
さ
せ
、
日
本
人
を
帰
伏
さ
せ
、
其
後
大
軍
を
以
て
、
責
め
随
へ
、
我
が
領
国

と
成
べ
き
望
な
り
。
彼
国
は
小
国
也
と
云
ど
も
、
神
国
仁
義
の
国
、
並
々
の
事
に
て
は
帰

伏
せ
ま
じ
。
随
分
道
術
を
以
て
人
々
を
睦
し
給
ふ
べ
し
。

と
、
七
種
の
宝
物
（
遠
眼
鏡
、
近
眼
鏡
、
猛
虎
の
皮
、
鉄
砲
、
伽
羅
、
蚊
屋
、
四
十
二
粒
の
コ

ン
タ
ン
ツ
・
数
珠
）
を
持
参
し
、
一
年
半
で
長
崎
着
。
信
長
と
対
面
す
る
が
、
宇
留
岸
の
風
体

は
以
下
の
通
り
。

身
の
長
け
九
尺
余
、
頭
赤
小
さ
く
、
目
丸
く
し
て
黄
也
。
鼻
高
く
、
耳
は
肩
に
か
か
り
、

口
広
く
、
歯
は
馬
の
如
く
雪
よ
り
白
し
。
爪
は
熊
の
如
く
長
く
、
髪
鬚
は
鼠
色
、
年
は

五
十
計
と
見
へ
、
身
に
は
カ
イ
ト
と
云
ふ
物
を
着
し
、
木
綿
の
様
な
る
も
の
也
。

　

永
禄
寺
（
南
蛮
寺
）
を
建
立
す
る
が
、
叡
山
が
反
発
、
強
訴
に
及
ぶ
。
宇
留
岸
の
要
請
で
南

蛮
王
は
富
羅
天
も
派
遣
、
布
教
活
動
を
展
開
。
長
崎
を
避
け
、
壱
岐
の
国
分
、
国
府
→
若
狭
小

浜
→
大
津
→
南
蛮
寺
と
い
う
ル
ー
ト
を
使
い
、
貧
苦
病
人
の
救
済
事
業
、
三
世
の
鏡
で
来
世
を

見
せ
る
。
ク
ル
ス
に
よ
る
儀
礼
に
も
ふ
れ
る
。
や
が
て
信
者
が
拡
大
し
、
荒
木
村
重
と
高
山
右

近
な
ど
が
出
て
信
長
は
後
悔
す
る
。

　

秀
吉
の
時
代
に
な
り
、
ハ
ビ
ヤ
ン
が
中
井
半
兵
衛
の
母
に
接
近
し
、
そ
の
縁
で
天
正
十
三
年

九
月
十
三
日
に
白
翁
居
士
と
宗
論
を
行
う
。
こ
れ
は
『
吉
利
支
丹
物
語
』
の
延
長
で
あ
り
、
か

な
り
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
る
。
秀
吉
は
蒙
古
襲
来
の
先
例
を
長
々
と
語
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧

を
始
め
る
。
南
蛮
寺
破
却
、
伴
天
連
送
還
、
宗
門
改
め
と
続
き
、
ハ
ビ
ヤ
ン
や
シ
ュ
モ
ン
は
逃

走
、
市
橋
荘
助
、
島
田
清
庵
と
改
姓
し
、
堺
の
医
者
に
な
り
、
評
判
を
聞
い
て
秀
吉
に
招
か
れ
、

妖
術
を
披
露
、
秀
吉
に
か
か
わ
る
幽
霊
を
見
せ
、
逆
鱗
に
触
れ
、
拷
問
、
処
刑
さ
れ
る
。
そ
し

て
島
原
天
草
の
一
揆
に
至
る
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
が
比
較
的
、
奥
書
の
早
い
起
点
か
、

写
本
の
書
写
年
次
に
よ
る
異
同
が
み
ら
れ
る
。

　

①
の
『
伴
天
連
記
』
な
ど
に
比
べ
る
と
、
歴
史
上
の
事
件
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

反
面
で
南
蛮
世
界
へ
の
幻
想
が
ひ
ろ
が
り
、
日
本
征
服
へ
の
畏
怖
が
蔓
延
し
、
妖
術
使
い
の
バ

テ
レ
ン
伝
承
も
う
か
が
え
る
。
江
戸
時
代
の
語
り
の
現
在
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
を
軸
に
前
代
の
信

長
・
秀
吉
の
時
代
を
対
象
化
す
る
歴
史
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
吉
利
支
丹
宗
門
来
朝
実
記
』
に
い
た
っ
て
近
世
期
の
反
キ
リ
シ
タ
ン

文
学
と
し
て
の
物
語
系
の
歴
史
叙
述
が
完
成
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
影
響
度
は
何
よ
り
写

本
の
点
数
の
圧
倒
的
な
多
さ
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

つ
い
で
こ
れ
と
深
く
関
わ
る
の
が
、
⑥
『
南
蛮
寺
興
廃
記
』
で
あ
る
。
こ
れ
も
写
本
も
刊
本
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も
多
く
、
こ
こ
で
は
そ
の
系
統
の
改
編
本
と
思
わ
れ
る
架
蔵
の
『
切
支
丹
発
起
』
宝
暦
十
一
年

（
一
七
六
一
）
写
本
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
外
題
は
「
切
死
丹
発
起
」
だ
が
、
内
題
上
に
朱
書
で

「
南
蛮
寺
興
廃
記
」
と
あ
る
。
同
名
は
東
北
大
狩
野
文
庫
本
（
天
保
一
三
写
）
な
ど
が
あ
る
。

『
切
支
丹
根
元
記
』
を
も
と
に
す
る
と
い
う
が
、
こ
の
本
に
関
し
て
は
不
明
、
基
本
は
『
吉
利

支
丹
宗
門
来
朝
実
記
』
の
改
編
と
み
て
よ
い
。

南
蛮
切
支
丹
国
と
い
ふ
は
、国
号
イ
ズ
パ
ニ
ヤ
（
并
ホ
ル
ト
ガ
ル
、カ
ス
テ
ラ
）
と
い
ふ
。

海
上
日
本
里
程
一
万
二
千
余
里
、
世
界
の
国
を
以
て
見
る
時
は
、
唐
土
、
日
本
よ
り
は
、

西
方
に
当
る
国
な
り
。
然
る
に
南
蛮
と
号
す
る
こ
と
は
、
こ
の
国
の
従
属
の
亜
媽
港
、
呂

宋
な
ど
、
日
本
の
南
方
に
当
れ
り
。
故
に
南
蛮
と
号
す
る
も
の
歟
。
ア
マ
カ
ハ
、
ル
ス
ン

等
は
、
日
本
よ
り
里
程
八
百
里
に
て
、
殊
に
日
本
よ
り
南
に
当
り
、
イ
ス
ハ
ニ
ヤ
の
隣
国

に
も
非
ず
し
て
、
そ
の
国
の
従
属
た
る
こ
と
は
、
ア
マ
カ
ハ
、
呂
宋
な
ど
は
守
護
も
な
き

島
な
る
故
、
南
蛮
人
往
々
に
そ
の
島
に
船
を
留
め
、
今
は
南
蛮
人
お
ほ
く
住
居
す
る
が
故

に
類
属
の
国
な
り
と
云
へ
り
。
イ
ス
ハ
ニ
ヤ
隣
国
に
、
エ
ケ
レ
ス
と
い
ふ
国
あ
り
、
イ
ギ

リ
ス
と
も
云
ふ
。
阿
蘭
陀
の
西
に
在
る
島
国
な
り
。
日
本
里
程
一
万
千
七
百
里
と
い
ふ
。

こ
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
南
蛮
国
と
別
種
な
る
由
い
ひ
伝
ふ
。
然
れ
ど
も
、
イ
ズ
ハ
ニ
ヤ
、
ア

マ
カ
ハ
、
ル
ス
ン
、
イ
ギ
リ
ス
、
こ
の
四
国
は
、
寛
永
十
一
年
よ
り
日
本
来
船
停
止
な
り
。

　

や
は
り
結
末
は
島
原
天
草
の
乱
に
い
た
る
が
、『
吉
利
支
丹
宗
門
来
朝
実
記
』
の
幻
想
性
を

是
正
し
、
そ
の
世
界
観
に
世
界
地
図
の
知
識
を
ふ
ま
え
た
見
解
が
う
か
が
え
る
。
巻
末
に
雪
窓

宗
崔
『
邪
教
大
意
』
が
つ
く
。
こ
の
雪
窓
宗
崔
が
臼
杵
の
多
福
寺
に
残
し
た
資
料
が
⑦
で
、

『
覚
』『
喜
利
志
袒
仮
名
書
』
か
ら
な
り
、
前
者
は
先
に
ふ
れ
た
が
、
後
者
は
「
喜
利
志
袒
宗

門
記
」「
き
り
し
た
ん
十
二
門
派
之
事
」「
異
本
伴
天
連
記
」
な
ど
が
あ
り
、最
初
の
「
宗
門
記
」

は
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
そ
の
も
の
と
い
え
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
、
雪
の
サ
ン
タ
マ
リ
ア
な
ど
が
出
て

く
る
。
最
後
の
作
は
「
異
本
」
と
あ
る
が
、『
伴
天
連
記
』
に
同
じ
で
あ
る
。

　

以
上
、
駆
け
足
で
代
表
的
な
反
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の
物
語
群
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
海
禁
時

代
に
お
け
る
幻
想
の
異
国
合
戦
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
②
以
降
は
す
べ
て
島
原
天
草
の
乱
に
収

束
す
る
。
異
国
、
異
人
、
異
物
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
が
こ
の
よ
う
な
物
語
を
産
み
出
す
。
宗

教
を
隠
れ
蓑
に
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
侵
略
、
征
服
へ
の
畏
怖
が
根
底
に
あ
る
。
時
代
と
と
も
に

西
洋
諸
国
へ
の
知
識
は
増
え
る
と
と
も
に
、
知
見
の
な
い
領
域
が
暗
部
と
な
っ
て
、
よ
り
幻
想

を
肥
大
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
十
三
世
紀
の
蒙
古
襲
来
の
記
憶

が
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
渡
来
と
イ
メ
ー
ジ
が
ま
ぜ
あ
わ
さ
れ
る
。
ま
さ
に
対
外
認
識

の
ト
ラ
ウ
マ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
一
連
の
テ
ク
ス
ト
群
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
あ
ら
た
な
文
化
の
伝
来
を
い
か
に
受

け
と
め
、
時
代
の
ゆ
く
た
て
を
い
か
に
見
す
え
る
か
と
い
う
、
葛
藤
の
軌
跡
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
が
宗
教
の
戦
争
と
言
語
の
格
闘
か
ら
「
闘
う
文
体
」
を
築
い
て
い
っ
た

よ
う
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
言
語
に
よ
る
内
な
る
戦
い
を
演
じ
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
十
六
世

紀
を
対
象
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
群
を
荒
唐
無
稽
と
し
て
退
け
る
の
は
た

や
す
い
が
、
何
故
に
こ
こ
ま
で
創
り
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
み
え
る

精
神
構
造
や
世
界
観
、
対
外
認
識
の
あ
り
か
が
問
わ
れ
る
。
い
つ
の
時
代
で
も
国
際
関
係
に
苦

慮
し
続
け
て
い
る
日
本
人
の
心
の
襞
を
こ
れ
ほ
ど
か
い
ま
見
せ
て
く
れ
る
テ
ク
ス
ト
群
は
な
い

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
言
説
を
今
の
我
々
が
ま
た
対
象
化
し
な
け
れ
ば
〈
近
代
〉
も
見
え

て
こ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
排
耶
書
と
か
反
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
は
用
語
そ
の
も
の
が
す
で

に
否
定
的
な
意
味
合
い
が
強
い
が
、
こ
こ
で
見
た
よ
う
に
、
否
定
す
べ
き
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の

世
界
を
内
包
し
、
表
出
し
て
い
る
点
で
そ
れ
も
ま
た
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
含
み
込
ま
れ
る
。
表

裏
一
体
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
、
世
界
へ
の
窓
を
開
い
た
描
か
れ
た
十
六
世
紀
像
と
し
て
意

義
深
い
。

　

以
上
、〈
侵
略
文
学
〉
の
枠
組
み
を
提
示
す
べ
く
、
い
さ
さ
か
性
急
な
粗
描
を
試
み
た
。
個
々

の
テ
ク
ス
ト
調
査
と
読
み
取
り
を
ふ
ま
え
た
総
合
的
な
検
証
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。


